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No.88センタージャーナル
真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

も く じ

沖縄別院の梵鐘がある屋上からは、普天間基地のオスプレイを誘導する設備が見える。
赤く光っている日はオスプレイが別院上空を飛行するという。 （写真の無断転用はご遠慮下さい。）

・尾張の真宗史・
美濃尾張五日講と町野衆 ❷・❸

・現代社会と真宗教化
ボランティアと真宗 ❹・❺

・大谷派の近現代史
『秘密保全法（特定秘密保護法）』

　の何が問題か 
❻・❼

・INFORMATION ❽

◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉

今
か
ら
六
十
九
年
前
、こ
の
国
は
屍

し
か
ば
ねに
あ

ふ
れ
、深
い
悲
し
み
と
絶
望
に
覆
わ
れ
て
い

た
。人
を
殺
傷
す
る
こ
と
を
目
的
に
、初
め

て
原
子
力
が
使
わ
れ
た
の
も
こ
の
国
だ
。戦

後
生
ま
れ
の
私
は
、直
接
そ
の
光
景
を
目
に

す
る
こ
と
な
く
育
ち
、過
去
の
悲
劇
を
他
人

事
の
よ
う
に
傍
観
し
て
い
る
。

過
日
、職
員
研
修
で
沖
縄
を
訪
れ
、ひ
め

ゆ
り
学
徒
ら
が
命
懸
け
で
沖
縄
陸
軍
病
院

の
負
傷
兵
に
食
事
を
運
ん
だ「
飯
あ
げ
」の

道
を
辿た

ど

っ
た
。道
す
が
ら
、私
と
同
年
代
の

平
和
ガ
イ
ド
を
勤
め
る
大
城
さ
ん
か
ら
こ

ん
な
話
を
聞
い
た
。「
私
の
両
親
は
、こ
の
地

で
戦
争
を
体
験
し
ま
し
た
。で
も
私
が
戦
時

中
の
こ
と
を
尋
ね
る
最
近
ま
で
、何
も
語
ろ

う
と
は
し
な
か
っ
た
」と
、話
し
て
く
れ
た
。

そ
の
後
、病
院
が
設
置
さ
れ
て
い
た
南は

え

ば

る

風
原

壕
群
二
〇
号
の「
ガ
マ
」の
中
に
入
っ
た
。壕

の
中
に
は
、六
十
九
年
前
の
凄
惨
な
空
気
が

充
満
し
て
お
り
、誰
に
も
語
れ
な
か
っ
た
地

獄
の
様
相
を
体
験
し
た
大
城
さ
ん
御
両
親

の
深
い
悲
し
み
か
ら
業
縁
の
と
こ
ろ
に
造

る
罪
を
念お

も

っ
た
。

「
沖
縄
の
三
分
の
一
が
米
軍
基
地
。基
地

の
中
に
沖
縄
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
」と

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、沖
縄
別
院
の
御

輪
番
。私
に
と
っ
て
は
米
軍
基
地
の
問
題
だ

が
、沖
縄
の
人
に
と
っ
て
は
生
活
の
問
題
で

あ
り
、地
域
を
分
断
し
、人
と
人
と
の
間
柄

に
ま
で
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
現
実
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。「
檀
家
と
い
う
地

縁
の
な
い
沖
縄
で
は
、葬
儀
や
法
事
を
執
り

行
う
の
に
も
、地
域
の
慣
習
を
尊
重
し
つ

つ
、悲
し
み
に
寄
り
添
う
と
こ
ろ
か
ら
丁
寧

な
関
係
が
求
め
ら
れ
る
」と
、語
ら
れ
た
御

輪
番
の
姿
勢
に
、日
頃
の
私
の
在
り
方
が
問

わ
れ
た
。

豪
雪
に
見
舞
わ
れ
た
冬
は
明
け
、春
の
訪

れ
は
、沖
縄
、長
崎
、広
島
、東
北
へ
と
北
上

し
、美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
だ
ろ
う
。日
本

列
島
を
貫
く
美
し
い
景
色
の
中
に
、現
在
・

過
去
・
未
来
を
貫
く
甚
深
の
悲
し
み
が
、傍

観
し
他
人
事
と
し
て
い
る
私
に
向
け
て
、漠

然
と
し
た「
不
安
」と
な
っ
て
問
い
か
け
て

い
る
。戦
後
六
十
九
年
・
東
日
本
大
震
災
か

ら
三
年
が
経
過
し
た
今
を
ど
の
よ
う
に
生

き
て
い
る
の
か
。「
こ
れ
で
い
い
の
か
」と
、

如
来
大
悲
と
な
っ
て
倦う

む
こ
と
な
く
常
に

我
が
身
を
照
ら
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
主
幹　

荒
山 

淳
）
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愛
知
県
の
津
島
市
・
愛
西
市
と
岐
阜
県
海
津

市
に
ま
た
が
る
、
教
如
上
人
ゆ
か
り
の
美
濃
尾

張
五
日
講
（
以
下
、
五
日
講
）
に
、
愛
知
県
側

の
六
ヶ
寺
、
岐
阜
県
側
の
五
ヶ
寺
と
と
も
に
六

軒
の
門
徒
同
行
が
所
属
し
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
蒲
池
勢
至
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
お

り
１
、
筆
者
も
『
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』

第
九
集
で
の
論
考
に
お
い
て
少
し
触
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
は
、
寺
院
と
と
も
に

六
軒
の
門
徒
が
講
中
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
な
ぜ
そ
の
門
徒
衆
が

所
属
し
て
い
る
の
か
は
十
分
に
伝
え
き
れ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
た
び
、

偶
然
に
も
、
門
徒
衆
の
長
老
格
で
あ
る
津
島
市

江
川
町
の
竹
村
新
一
氏
よ
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
竹
村
家
伝
承
の
お
話
を
伺
う
機
会
が
あ
っ

た
。
今
、
そ
の
話
を
書
き
と
ど
め
て
お
か
な
け

れ
ば
、
貴
重
な
伝
承
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
の
思
い
も
あ
り
、
こ
の
場
を
借
り

て
聞
き
取
っ
た
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

こ
の
五
日
講
に
属
す
る
門
徒
衆
は
、
津
島
市

江
川
町
の
二
軒
（
も
と
は
三
軒
）
と
愛
西
市
塩

田
町
の
四
軒
（
も
と
は
五
軒
）
で
、
す
べ
て
今

は
廃
村
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
旧
尾
張
国
海
西
郡

町
野
村
の
出
身
で
あ
る
（
よ
っ
て
「
町
野
衆
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
町
野
村
は
旧
海
西
郡

塩
田
村
（
愛
西
市
塩
田
町
）
の
す
ぐ
南
側
に
あ

り
、
竹
村
氏
に
よ
れ
ば
廃
村
直
前
に
は
計

二
十
八
戸
の
家
が
あ
っ
た
。
し
か
し
同
村
は
、

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
か
ら
大
正
元

（
一
九
一
二
）
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ

ス
・
デ
レ
ー
ケ
の
計
画
に
基
づ
い
て
施
工
さ
れ

た
、
木
曽
三
川
大
改
修
工
事
に
よ
り
、
木
曽
川

左
岸
が
拡
幅
さ
れ
全
域
が
川
底
と
な
る
こ
と
に

な
っ
た
２
。
そ
の
た
め
、
全
戸
ま
と
め
て
、
同

時
期
に
開
拓
さ
れ
て
い
た
豊
川
流
域
の
神
野
新

田
（
豊
橋
市
神
野
新
田
町
）
な
ど
へ
移
住
す
る

こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
な
か
な
か
ま
と
ま
ら

な
い
う
ち
に
木
曽
川
の
洪
水
も
あ
り
、
村
は
無

く
な
り
各
戸
も
散
り
散
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
３
。
そ
う
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
竹

村
氏
は
現
在
九
軒
を
「
町
野
越
し
」
の
衆
と
し

て
確
認
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
先
ほ

ど
の
五
日
講
門
徒
衆
は
す
べ
て
含
ま
れ
る
）。

＊
＊
＊

竹
村
家
は
も
と
も
と
町
野
村
の
庄
屋
で
、
五

日
講
の
年
三
回
の
寄
合
の
う
ち
、
門
徒
宅
で
行

わ
れ
る
三
月
五
日
の
寄
合
は
竹
村
家
を
宿
と
し

て
村
を
挙
げ
て
つ
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が

村
の
消
滅
に
よ
っ
て
一
時
期
中
断
す
る
が
、
明

治
三
十
四
年
か
ら
再
び
津
島
で
竹
村
家
を
宿
と

し
て
、
津
島
と
塩
田
へ
移
住
し
た
八
軒
の
門
徒

衆
と
講
中
寺
院
で
つ
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
か
ら
は
塩
田
の

衆
と
一
年
交
代
で
三
月
の
宿
を
受
け
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
宿
を
受

け
持
つ
家
は
決
ま
っ
て
お
り
、
津
島
で
は
竹
村

家
が
担
当
し
、
塩
田
で
も
ほ
と
ん
ど
特
定
の
家

（
現
在
は
講
の
活
動
休
止
中
）
が
受
け
持
っ
て

い
た
が
、
近
年
津
島
と
塩
田
の
六
軒
の
家
を
順

番
に
回
す
よ
う
に
な
っ
た
。

②

明治大改修前の海西郡の様子。塩田村の南に町野村が見える。
点線は現在の木曽川左岸堤。佐屋川は明治32年に廃川となった。
（『八開村史　通史編別冊』143頁より）

尾張の真宗史

美
濃
尾
張
五
日
講
と
町
野
衆

−

そ
の
伝
承
を
た
ず
ね
て

−
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次
に
、町
野
衆
の
由
緒
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
記
録
は
水
害
に
よ
っ
て
全
く
残
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
竹
村
家
に
残
る
伝
承
に

よ
れ
ば
、「
教
如
上
人
が
町
野
村
へ
逃
げ
て
こ

ら
れ
た
時
に
村
全
体
で
か
く
ま
い
、
竹
村
家
に

七
日
間
ほ
ど
逗と
う

留り
ゅ
う

し
て
も
ら
っ
た
」、
ま
た
そ

の
時
「
追
手
か
ら
か
く
ま
う
た
め
に
村
人
と
と

も
に
堤
防
の
草
を
刈
り
集
め
て
、
そ
の
中
に
上

人
を
隠
し
て
お
守
り
し
た
」
の
だ
と
い
う
。
町

野
衆
の
全
員
が
本
願
寺
門
徒
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
確
証
が
な
い
が
、
木
曽
川
下
流
域
で
「
村

を
挙
げ
て
教
如
上
人
を
か
く
ま
っ
た
の
は
町
野

村
だ
け
で
あ
っ
た
」
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
竹

村
家
に
は
こ
の
時
の
謝
礼
と
思
わ
れ
る
、
教
如

上
人
下
付
の
掛
軸
（
詳
細
は
不
明
）
が
あ
っ
た

そ
う
だ
が
、
洪
水
で
流
失
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
伝
承
は
今
ま
で
公
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
木
曽
川
下
流
域
に
お
け
る
教

如
教
団
形
成
の
観
点
か
ら
も
と
て
も
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
い
つ
頃
の
こ
と

か
が
特
定
で
き
な
い
。
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）

年
の
関
ヶ
原
合
戦
前
に
、
教
如
上
人
が
徳
川
陣

の
陣
中
見
舞
い
に
訪
れ
た
帰
路
の
こ
と
か
と
も

推
定
で
き
る
が
、
そ
う
す
る
と
竹
村
家
に
七
日

間
ほ
ど
滞
在
し
た
と
い
う
の
は
日
程
的
に
無
理

が
あ
る
。一
応
こ
こ
で
は
、天
正
八（
一
五
八
〇
）

年
八
月
の
教
如
上
人
大
坂
本
願
寺
退
去
後
の

「
秘
回
」
当
初
の
こ
と
で
、「
追
手
」
と
は
織
田

勢
の
こ
と
と
解
し
て
お
き
た
い
４
。

＊
＊
＊

と
こ
ろ
で
、
愛
西
市
葛
木
町
（
旧
海
西
郡
葛

木
村
）
の
問
源
寺
に
、
五
日
講
が
教
如
上
人
の

寿
像
や
御
書
を
巡
回
さ
せ
る
際
に
入
れ
て
持
ち

運
ん
だ
唐か
ら
び
つ櫃
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
蓋
裏
に

巡
回
さ
せ
る
十
三
の
会
所
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
先
述
の
蒲
池
氏
の
論
考
に
あ
る
と
お
り

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
町
野
衆
を
「
海
西
郡
丁

野
村　

御
直
参
同
行
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ

の
「
御
直
参
同
行
」
と
い
う
の
は
、
今
述
べ
た

よ
う
な
伝
承
に
基
づ
き
、
教
如
上
人
か
ら
町
野

衆
に
対
し
て
何
ら
か
の
お
墨
付
き
が
下
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
町
野
村

に
は
寺
院
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
五
日
講
発
足
当
初
か
ら
町
野
衆
は
そ
の
由

緒
に
よ
っ
て
、
坊
主
分
と
同
等
の
存
在
と
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
は
、
筆
者
が
別
の
機
会
に
塩
田

町
の
四
軒
の
門
徒
同
行
か
ら
伺
っ
た
、「
町
野

の
衆
は
お
寺
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ

る
。
そ
う
い
う
お
墨
付
き
を
い
た
だ
い
て
い
る

と
親
か
ら
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
話
に
よ
っ
て

も
裏
付
け
ら
れ
る
５
。
こ
の
伝
承
は
確
か
に
直

接
的
な
記
録
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。し
か
し
、

他
の
記
録
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ま
っ
た

く
無
視
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
五
日
講
が
所
蔵
す
る
教
如
上
人
寿
像

の
裏
書
に
は
、
上
人
の
筆
で
「
尾
州
海
西
郡
大

須
門
徒　

上
切
村
市
江
村
迄
拾
三
人
講
坊
主
衆

惣
常
住
物
也
」
と
あ
り
６
、五
日
講
が
も
と
も

と
十
三
人
の
小
規
模
講
を
代
表
す
る
坊
主
衆
に

よ
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

の
だ
が
、
こ
の
十
三
人
の
「
講
坊
主
衆
」
は
、

先
ほ
ど
の
唐
櫃
の
蓋
裏
に
記
さ
れ
て
い
る
十
二

ヶ
寺
と
町
野
衆
に
基
本
的
に
受
け
継
が
れ
た
も

の
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
現
在
は
「
海
東

郡
安
松　

福
泉
寺
」（
あ
ま
市
七
宝
町
安
松　

福
寿
泉
寺
）
が
抜
け
た
た
め
十
一
ヶ
寺
と
町
野

衆
で
あ
る
が
、寺
院
の
な
か
っ
た
町
野
村
で
は
、

そ
も
そ
も
竹
村
家
が
「
講
坊
主
」
と
し
て
、
念

仏
道
場
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊

最
後
に
、
現
在
町
野
衆
が
関
係
し
て
い
る
寺

院
に
つ
い
て
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。
従
来
、

町
野
衆
は
す
べ
て
五
日
講
の
講
中
寺
院
で
も
あ

る
津
島
市
南
本
町
の
本
住
寺
門
徒
と
紹
介
さ

れ
、
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
報
告
し
た
が
、
今
回

改
め
て
取
材
し
た
こ
と
で
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
竹

村
家
を
始
め
ほ
と
ん
ど
が
本
住
寺
門
徒
で
あ

り
７
、
こ
れ
は
も
と
も
と
本
住
寺
が
塩
田
村
に

あ
っ
て
町
野
衆
が
お
取
り
持
ち
し
て
い
た
こ
と

に
由
来
す
る
。
し
か
し
、承
応
四
（
一
六
五
五
）

年
か
ら
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
の
間
に
本
住

寺
が
津
島
に
移
転
し
て
か
ら
は
８
、五
日
講
の

講
中
寺
院
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
塩
田
村
の
引

接
寺
を
村
全
体
で
お
取
り
持
ち
す
る
よ
う
に
な

り
、「
講
下
」関
係
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
引
接
寺
の
お
取
り
持
ち
は
町
野
村
の
消
滅

後
も
続
き
９
、
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
す
べ

て
の
五
日
講
講
中
寺
院
と
も
関
わ
る
わ
け
で
あ

る
が
（
手
次
寺
が
別
に
あ
る
門
徒
は
も
う
一
ヶ

寺
）、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
教
如
上
人
の
伝
承

を
大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
町
野
衆
な
れ
ば
こ

そ
、可
能
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
研
究
員　

小
島 

智
）

１　

 『
八
開
村
史　

民
俗
編
』
第
八
章
第
三
節
。
の
ち
蒲
池
勢

至
『
真
宗
と
民
俗
信
仰
』（
吉
川
弘
文
館
）「
輪
中
の
村
と

真
宗
門
徒
―
愛
知
県
海
部
郡
八
開
村
―
」
と
し
て
再
編
。

２　

 『
八
開
村
史　

通
史
編
』
第
五
章
第
四
節
、『
新
編　

立

田
村
史　

通
史
』
第
七
章
第
三
節
参
照
。

３　

 

こ
の
洪
水
が
い
つ
の
こ
と
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
明

治
二
十
九
年
か
三
十
年
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
推
測
さ

れ
る
（『
八
開
村
史　

通
史
編
』「
年
表
」
参
照
）。
ち
な

み
に
、
竹
村
家
が
津
島
市
の
現
在
地
に
居
を
構
え
た
の

は
明
治
三
十
一
年
の
こ
と
だ
と
い
う
。

４　

 『
教
如
上
人
―
東
本
願
寺
を
開
か
れ
た
御
生
涯
』（
真
宗

大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）「
図
解
」
参
照
。

５　

 『
名
古
屋
御
坊
』（
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
）
平
成

二
十
五
年
十
月
号
「
特
集　

教
如
上
人
と
尾
張
―
美
濃

尾
張
五
日
講
を
た
ず
ね
て
」
で
の
取
材
。

６　

註
１
書
参
照
。

７　

 

愛
西
市
塩
田
町
の
引
接
寺
門
徒
が
一
軒
、
さ
ら
に
そ
れ

以
外
の
寺
院
門
徒
が
一
軒
で
、
あ
と
は
本
住
寺
門
徒
で

あ
る
。

８　

 

本
住
寺
所
蔵
の
親
鸞
聖
人
御
影
と
同
絵
伝
の
裏
書
か
ら

読
み
取
れ
る
。

９　

 

津
島
の
同
行
は
「
講
下
」
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
塩
田

の
同
行
は
地
元
の
寺
と
し
て
依
然
「
講
下
」
で
あ
る
。

③

お話を伺った竹村新一氏
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東
京
教
区
に
お
け
る
被
災
地
支
援
の

は
じ
ま
り

東
京
教
区
で
被
災
地
支
援
が
始
ま
っ
た
の
は
、

二
〇
〇
四
年
「
同
朋
社
会
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
い
う
組
織
が
で
き
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
そ
の

年
の
十
月
に
新
潟
中
越
地
震
が
起
き
ま
し
た
。

我
々
は
、
何
の
準
備
も
な
い
ま
ま
現
地
に
入
り
、

結
局
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、

三
条
教
区
の
有
志
が
三
〇
〇
人
前
の
大
鍋
で
炊
き

出
し
を
し
、
被
災
者
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
と
も

に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
に
心
打
た
れ
、
常
日
頃
か

ら
炊
き
出
し
の
訓
練
を
し
て
お
く
こ
と
の
大
切
さ

を
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
教
区
で
も
災

害
対
策
用
の
大
鍋
を
買
い
、
二
〇
〇
七
年
の
新
潟

中
越
沖
地
震
で
は
、
二
年
間
に
二
〇
回
ほ
ど
被
災

地
で
支
援
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
教
区
の

報
恩
講
で
は
、
訓
練
を
兼
ね
た
炊
き
出
し
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
教
区
の
一
部
門
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
以
降
は
東
日
本

大
震
災
へ
の
支
援
活
動
を
東
京
教
区
全
体
の
活
動

と
し
て
位
置
づ
け
、
東
京
教
区
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
募
り
、
毎
週
交
代
で
被
災
地
に
赴
く
方
針
を
決

定
し
ま
し
た
。
活
動
資
金
に
つ
い
て
も
「
東
京
教

区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
」
を
設
立
し
、
毎
月
の
教

区
報
な
ど
に
よ
っ
て
、
勧
募
や
ス
タ
ッ
フ
の
募
集

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
継

続
的
な
活
動
が
で
き
る
仕
組
み
が
完
成
し
、
現
在

も
被
災
地
支
援
を
継
続
し
な
が
ら
「
浄
土
真
宗
に

お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

を
、
一
人
ひ
と
り
が
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

人
と
の
出
会
い
、
い
の
ち
と
の

出
会
い

二
〇
一
一
年
三
月
二
十
八
日
に
初
め
て
東
北
の

被
災
地
に
入
っ
た
頃
は
、
ま
だ
自
衛
隊
が
遺
体
の

捜
索
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
土
台
だ
け
に

な
っ
た
我
が
家
の
表
札
を
外
そ
う
と
し
て
い
る
人

に
出
会
い
ま
し
た
。
家
を
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
証
を
失
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
人
は
、
た
だ
一
つ
残
さ
れ
た
表
札

を
取
る
と
い
う
形
で
、
ご
自
身
の
い
の
ち
の
証
を

求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

岩
手
県
の
山
田
町
で
炊
き
出
し
を
し
た
時
は
、

準
備
中
か
ら
後
片
付
け
が
終
わ
る
ま
で
の
九
時
間

も
の
間
、
私
た
ち
の
そ
ば
を
離
れ
な
い
方
と
の
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
そ
の
意
味
が
よ

く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
自
分
た
ち
の
た
め

に
来
て
く
れ
る
人
の
そ
ば
に
居
る
こ
と
で
、
見
捨

て
ら
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
言
葉
を
聞
き
、
目
か
ら
鱗

う
ろ
こが
落
ち
る

思
い
を
し
ま
し
た
。
そ
の
方
々
は
、
自
分
た
ち
の

町
が
ど
う
い
う
状
況
だ
っ
た
の
か
、
今
、
何
を
感

じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
決
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
世
界
を
願
い
求
め
て
い
る
菩
薩
さ
ま
の
よ
う

で
し
た
。

多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
津
波
の
被
害
に
遭
っ
た

石
巻
の
大
川
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
い
る
仮
設

住
宅
を
訪
ね
た
の
は
夏
で
し
た
。
か
き
氷
を
自
分

で
削
り
、
好
き
な
シ
ロ
ッ
プ
を
か
け
て
作
る
と
い

う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
女
の
子

が
私
の
た
め
に

か
き
氷
を
作
っ

て
く
れ
ま
し

た
。
私
が
「
あ

り
が
と
う
」
と

言
う
と
、
そ
の

子
は
「
こ
っ
ち

こ
そ
、
あ
り
が

と
う
」
と
応
え

ま
し
た
。
た
っ

た
そ
れ
だ
け
の
会
話
で
す
が
、
何
か
ジ
ー
ン
と
温

か
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。「
支
援
す
る

も
の
が
支
援
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
何
気
な
い
会
話
の
中
で
「
ど
う
か
私
た

ち
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
」「
人
間
の
悲
し
み
に

き
ち
ん
と
真
向
か
う
よ
う
な
人
に
な
っ
て
ね
」
と

願
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

大
切
に
し
て
い
る
五
つ
の
こ
と

様
々
な
活
動
に
関
わ
る
中
、
今
私
自
身
が
大

切
に
し
た
い
こ
と
を
五
つ
に
ま
と
め
ま
し
た
。

【
問
わ
れ
続
け
て
い
る
】

東
日
本
大
震
災
そ
の
も
の
か
ら
、
私
た
ち
の
生

き
方
が
今
も
問
わ
れ
続
け
て
い
る
。
多
く
の
方
々

の
命
が
奪
わ
れ
、
そ
れ
を
上
回
る
多
く
の
方
々
が

今
も
様
々
な
苦
し
み
や
悲
し
み
を
心
に
抱
い
て
お

ら
れ
ま
す
。
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
る
我
々
が
ど

う
い
う
生
き
方
を
し 

て
い
く
の
か
。
人
々
の
苦
し

み
や
悲
し
み
の
現
実
に
き
ち
ん
と
向
き
合
う
よ
う

な
歩
み
が
で
き
て
い
る
の
か
。「
自
分
で
な
く
て

よ
か
っ
た
」
と
い
う
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
悲

し
み
の
中
を
生
き
て
い
る
人
々
に
背
を
向
け
て
い

く
の
か
。
た
と
え
人
が
忘
れ
よ
う
が
、
風
化
し
よ

う
が
、
今
も
問
わ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は

少
し
も
変
わ
ら
ず
に
在
り
続
け
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

石巻市の仮設住宅集会所にて

門脇小学校（石巻市）2012年4月 酒井氏撮影

教
区
教
化
委
員
会
（
都
市
教
化
部
門
）
で
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
地
域
と
寺
院
の
つ
な
が
り
の

場
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
現
地
研
修
を
、
宗
派
が
仙
台
教
務
所
に
設
置
し
て
い
る
現

地
復
興
支
援
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
し
た
（
二
〇
一
四
年
一
月
三
十
一
日
〜
二
月
一
日
）。
そ
の
事
前
学
習

会
と
し
て
、
発
災
以
来
今
日
ま
で
精
力
的
に
被
災
地
支
援
を
行
っ
て
い
る
酒
井
義
一
氏
を
講
師
に
迎
え
、

お
話
を
う
か
が
っ
た
。

我
々
の
日
常
生
活
の
在
り
方
を
根
底
か
ら
問
い
返
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
節

目
に
、「
現
代
社
会
と
真
宗
」
と
い
う
視
点
か
ら
私
た
ち
の
課
題
に
つ
い
て
振
り
返
り
た
い
。

現代社会と真宗教化
2014年１月21日（火） 

都
市
教
化
部
門 

同
朋
社
会
支
援
事
業 

事
前
学
習
会 

講
義
抄
録

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
真
宗

東
京
教
区
同
朋
社
会
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
チ
ー
フ　
　

東
京
教
区
東
京
五
組
存
明
寺
住
職　
　
　
　
　
　
　
　

酒さ
か

井い　

義ぎ

一い
ち 

氏 
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【
ひ
と
り
と
い
う
こ
と
】

石
巻
の
小
網
倉
で
出
会
っ
た
ご
婦
人
は
、
私
と

同
い
年
の
息
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
ま
し
た
。
彼
は

消
防
団
員
と
し
て
、
人
々
を
避
難
誘
導
し
た
後
、

港
に
戻
っ
て
堤
防
の
ハ
ッ
チ
を
締
め
、
堤
防
の
上

に
立
っ
て
一
体
ど
の
程
度
の
波
が
来
る
の
か
と
眺

め
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
想
定
を
は
る
か
に

越
え
る
大
き
な
波
に
の
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
三
ヶ
月
後
、
変
わ
り
果
て
た
息
子
さ
ん
が
発

見
さ
れ
、
現
在
は
仮
設
住
宅
で
お
じ
い
さ
ん
と
暮

ら
し
て
お
ら
れ
ま
す
。「
悔
し
く
て
ね
、
悲
し
く

て
ね
」
と
、
私
の
目
の
前
で
涙
を
こ
ぼ
さ
れ
ま

し
た
。

二
〇
一
四
年
一
月
十
日
の
集
計
で
す
が
、
東
日
本

大
震
災
の
死
者
は
一
五
，八
八
四
人
、
行
方
不
明
者

二
，六
四
〇
人
で
す
。
亡
く
な
っ
た
方
の
数
を
も
っ

て
東
日
本
大
震
災
の
悲
惨
さ
を
表
現
す
る
と
大
き
な

落
と
し
穴
が
あ
り
ま
す
。「
ひ
と
り
の
人
が
亡
く
な

っ
た
」
と
い
う
出
来
事
が
、
一
度
に
約
二
万
通
り
起

き
た
の
で
す
。
そ
の
周
り
に
は
「
悔
し
く
て
ね
、
悲

し
く
て
ね
」
と
、
深
い
悲
し
み
を
抱
く
大
勢
の
人
々

が
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
視
点
を
持
た
な
け

れ
ば
、
も
っ
と
大
き
な
災
害
が
起
き
た
時
、
東
日
本

大
震
災
は
い
と
も
簡
単
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

ま
た
そ
の
「
ひ
と
り
」
に
向
き
合
う
我
々
も

ま
た
「
ひ
と
り
」
で
す
。
他
の
誰
か
で
は
な
く
、

聞
い
た
者
、
見
た
者
の
責
任
に
お
い
て
自
分
に

何
が
で
き
る
の
か
、
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か

を
考
え
る
「
ひ
と
り
」
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ

が
東
日
本
大
震
災
か
ら
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
名
を
取
り
戻
す
】

私
は
「
被
災
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所
に
「
被

災
者
」
を
支
援
に
行
く
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
活

動
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
回
を
重
ね
る
毎
に
、

い
わ
き
市
と
い
う
場
所
に
は
「
自
治
会
長
の
サ
カ

ワ
さ
ん
」、「
お
酒
の
大
好
き
な
フ
ジ
イ
さ
ん
」、「
念

珠
作
り
が
大
好
き
な
タ
カ
コ
さ
ん
」
と
い
う
人
が

い
て
…
と
、
具
体
的
に
名
を
持
つ
人
と
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
お
互
い
に
弱
さ
を
抱

え
て
い
る
人
間
同
士
、
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を

支
え
あ
う
世
界
が
広
が
る
。
こ
れ
は
真
宗
の
名
に

お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
か
わ
い
そ
う

な
人
を
救
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
教
化
者
意
識
が
頭

を
も
た
げ
て
、
同
朋
と
い
う
精
神
を
い
つ
も
見
失

う
危
険
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、

互
い
に
名
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
水
平
の
関
係
を

回
復
し
て
い
く
。
こ
れ
が
支
援
活
動
の
先
に
流
れ

る
大
き
な
願
い
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
そ
こ
に
人
が
い
る
】

原
発
か
ら
十
キ
ロ
ほ
ど
の
町
で
は
、
あ
の
日

を
境
に
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
り
、

人
間
関
係
も
ズ
タ
ズ
タ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
あ
る
人
は
言
い
ま
す
。「
久
し
ぶ
り
に
一
時

帰
宅
す
る
と
、
家
の
周
り
に
は
野
良
ウ
シ
が
、

家
の
中
に
は
ネ
ズ
ミ
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、「
誰
だ

こ
い
つ
は
」
と
い
う
感
じ
で
私
た
ち
を
睨に

ら

ん
で

い
た
。
も
は
や
我
が
家
は
、
動
物
の
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
」、
と
。

家
や
故
郷
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で

培
っ
て
き
た
人
間
関
係
や
思
い
出
ま
で
も
失
う

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
を
失
う
と
い
う
こ
と

と
同
義
で
す
。
そ
の
よ
う
な
故
郷
を
奪
わ
れ
た

と
い
う
過
酷
な
現
実
を
抱
え
な
が
ら
も
、
心
安

ら
ぐ
世
界
を
求
め
て
い
る
人
が
そ
こ
に
い
る
、

そ
う
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

【
聖
典
を
読
み
直
す
】

宮
城
顗し

ず
か

先
生
が
、「
真
宗
を
学
ぶ
者
の
姿
勢

は
、
現
実
と
聖
典
の
間
（
は
ざ
ま
）
に
身
を
据

え
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
」
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
出
来

事
を
見
定
め
、
聖
典
の
言
葉
に
立
ち
返
っ
て
い

く
。
被
災
地
に
身
を
置
き
、
人
々
の
声
を
聞
き

な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
や
生
き
様
に
自
ら

の
方
向
を
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
出
会
い
な
お
す

　

親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
『
唯
信
鈔
文
意
』
と
い
う

文
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
親
鸞
聖
人
は
、
大
自

然
の
厳
し
さ
の
前
で
な
す
術
も
な
く
立
ち
尽
く
し
、

様
々
な
煩
悩
に
身
を
煩
わ
せ
心
を
悩
ま
す
人
々
を
指

し
て
、「
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら

な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。　

　

こ
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
声
に
耳
を
澄

ま
せ
、
き
ち
ん
と
向
き
合
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
決
し

て
出
て
こ
な
い
言
葉
で
す
。
私
は
こ
こ
に
、
法
を
説

く
親
鸞
で
は
な
く
、聞
く
人
親
鸞
を
感
じ
る
の
で
す
。

「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
」
の
よ
う
な
、
声
を
持

た
ず
、
踏
ま
れ
て
も
見
向
き
も
さ
れ
な
い
、
そ
う
い

う
中
で
生
き
て
い
る
人
々
を
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
見

出
し
、「
こ
が
ね
」
と
し
て
、
と
も
に
ひ
か
り
輝
い

て
生
き
て
い
こ
う
と
叫
び
続
け
る
親
鸞
の
姿
で
す
。

　

苦
悩
し
て
い
る
他
者
が
い
て
、
そ
れ
を
救
う
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
私
自
身
が
救
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
精
神
に
立
ち
返
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
取
り
組
み
は
誠
に
些さ
さ
い細
で
す
。
し
か

し
そ
こ
で
見
た
風
景
、
人
々
と
の
出
会
い
、
そ
の

方
々
か
ら
聞
い
た
声
は
、
決
し
て
些さ

さ
い細
な
こ
と
で

は
な
く
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
こ
と
で

あ
り
続
け
て
い
ま
す
。
目
の
前
で
流
さ
れ
た
大
粒

の
涙
や
、
大
き
く
手
を
振
っ
て
見
送
っ
て
く
だ
さ

る
姿
に
触
れ
て
、
私
の
中
に
「
こ
の
方
々
に
背
を

向
け
る
よ
う
な
生
き
方
は
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
心
を
賜
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
枯
ら
さ
な
い
た

め
に
も
、
人
々
と
出
会
う
こ
と
や
聖
典
を
読
み
込

む
こ
と
を
通
し
て
、
私
の
歩
み
を
確
か
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。（

文
責
編
集
部
）

 

編
集
後
記 

事
前
学
習
会
を
経
て
、
一
月
三
十
一
日

〜
二
月
一
日
に
現
地
研
修
へ
赴
い
た
。
福

島
県
新
地
町
の
仮
設
住
宅
で
は
、
名
古
屋

と
変
わ
ら
ぬ
陽
気
の
中
、
子
ど
も
た
ち
は

駆
け
回
り
、
お
年
寄
り
は
お
し
ゃ
べ
り
を

し
、
炊
き
出
し
に
舌
鼓
を
打
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
穏
や
か
な
一
時
の
裏
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
生
の
声
に
出
せ
な
い
叫
び
が
あ

る
。
娑
婆
に
生
き
る
以
上
、
人
の
数
だ
け

「
悲
し
み
」
が
あ
る
。

氏
が
語
っ
た
「
名
を
取
り
戻
す
」
と
は
、

他
者
と
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
と
同
時

に
、
そ
の
関
わ
り
の
中
に
身
を
置
き
、
私

自
身
も
名
を
取
り
戻
す
生
き
方
を
求
め
て

い
く
こ
と
で
は
な
い
か
。そ
の
底
に
は「
あ

な
た
も
そ
こ
に
い
て
い
い
ん
で
す
よ
」
と

い
う
柔
ら
か
な
響
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
他
人
事
で
な
い
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で

も
、
誰
と
で
も
認
め
あ
え
る
関
係
が
広
が

る
の
だ
と
。私
の
現
場
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。

「
他
で
も
な
い
、
あ
な
た
が
願
わ
れ
、
問

わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
氏
の

呼
び
か
け
が
私
の
耳
を
離
れ
な
い
。

（
業
務
嘱
託　

黒
田 

真
慈
）

事前学習会で話す酒井氏
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二
〇
一
三
年
十
二
月
六
日
に
成
立
し
た
こ
の

法
律
の
正
式
名
称
は
「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関

す
る
法
律
」
で
す
。
略
称
は
「
特
定
秘
密
保
護

法
」
や
「
特
定
秘
密
法
」「
秘
密
保
護
法
」
な

ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
政
府
が「
特
定
秘
密
」

に
指
定
す
る
と
、
最
長
で
六
〇
年
間
に
わ
た
っ

て
秘
密
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
特
定
秘

密
」
を
漏
ら
し
た
人
や
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
し

た
人
に
対
し
て
厳
し
い
処
罰
を
科
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
国
家
機
密
に
関
す
る
情
報
漏ろ
う
え
い洩
に

よ
っ
て
「
国
益
」
を
損
ね
る
恐
れ
を
少
な
く
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
点
か
ら
、
秘
密
保

護
法
に
賛
成
す
る
意
見
も
聞
か
れ
ま
す
。
し
か

し
、
濵
嶌
弁
護
士
が
最
も
強
調
さ
れ
た
の
は
、

「
何
が
秘
密
に
指
定
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
点

で
し
た
。
ひ
と
た
び
「
特
定
秘
密
」
に
指
定
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
ど
ん
な
情
報
が
指
定
さ
れ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
ば
か
り
か
、
際
限
な
く

指
定
す
る
案
件
が
拡
大
し
、
権
力
側
が
恣
意
的

に
情
報
を
扱
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
国
民
に
不

利
益
を
も
た
ら
す
結
果
に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
と

い
う
の
で
す
。

　
「
特
定
秘
密
」
に
つ
い
て
、「
我
が
国
の
安
全

保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る

た
め
、
特
に
秘
匿
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

も
の
」
を
指
定
で
き
る
と
秘
密
保
護
法
に
書
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
安
全
保
障
に
著
し
い

支
障
を
与
え
る
も
の
」
を
四
つ
の
分
野
に
分
け

て
想
定
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、「
防
衛
」、「
外
交
」、

「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
」、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防

止
」
の
各
分
野
で
す
。「
防
衛
」
は
、
日
本
に
駐

留
す
る
米
軍
や
自
衛
隊
に
か
か
わ
る
分
野
を
指

し
ま
す
。
次
の
「
外
交
」
分
野
は
、そ
の
「
外
交
」

が
何
を
指
す
の
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、
安
倍
首
相
は
貿
易
の
自
由
化
に
関
す
る
協

定
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
件
に
つ
い
て
も
「
安
全
保
障
の

問
題
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、「
外
交
」

が
扱
う
範
囲
は
非
常
に
広
い
で
す
。

　
「
特
定
有
害
活
動
の
防
止
」
は
、い
わ
ゆ
る
「
ス

パ
イ
活
動
」を
指
し
て
い
ま
す
。こ
の
分
野
と「
テ

ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
」
分
野
に
つ
い
て
は
、
適
用

の
範
囲
が
極
め
て
不
明
確
で
、
ど
こ
ま
で
拡
大

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
も
予
想
で
き
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
福
島
第
一
原
発
の
危
機
の
際
、「
国

民
が
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
恐
れ
」
を
理
由
に
、

SPEED
I

（
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
）
と
い
う
「
放
射

能
の
拡
散
予
測
」
を
非
公
開
に
し
た
た
め
、
間

違
っ
た
避
難
先
を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
被
災
者

も
多
く
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
原
発
の
情
報
が

「
特
定
秘
密
」
に
あ
た
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
政
府
の
首
脳
が
範は
ん

疇ち
ゅ
う

外
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
森
ま
さ
こ

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
が
「
原
発
情
報
も
テ
ロ

情
報
と
し
て
入
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」
と
い
う
国
会
答
弁
を
す
る
な
ど
二
転
三
転

し
ま
し
た
。
こ
の
様
な
「
秘
密
指
定
の
範
囲
の

曖
昧
さ
」
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
、
濵
嶌
弁
護

士
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

テ
ロ
と
か
ス
パ
イ
は
決
し
て
「
テ
ロ
で

す
」「
ス
パ
イ
で
す
」
と
い
う
名
札
を
つ
け

て
歩
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
テ
ロ
リ
ス
ト
、

ス
パ
イ
と
い
う
の
は
、
わ
か
ら
な
い
か
ら

こ
そ
テ
ロ
リ
ス
ト
、
ス
パ
イ
と
し
て
成
り

立
つ
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
実

は
「
テ
ロ
」「
ス
パ
イ
」
の
対
策
と
い
う
の

は
、
言
っ
て
み
れ
ば
想
像
上
の
産
物
だ
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
想

像
と
い
う
か
、
空
想
の
産
物
に
近
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
「
対
ス
パ
イ
」「
対

テ
ロ
組
織
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
れ

ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
こ
の
分
野

に
被
っ
て
く
る
。

　

つ
ま
り
、「
ス
パ
イ
」
や
「
テ
ロ
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
た
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が

「
特
定
秘
密
」
に
指
定
さ
れ
得
る
ば
か
り
で
な

く
、
空
想
と
も
い
う
べ
き
事
象
を
根
拠
に
し
て

国
家
機
密
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
問
題
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
な
る
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
そ
の
「
特
定
秘
密
」
の
指
定
が
、「
行

政
機
関
ト
ッ
プ
の
人
た
ち
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
点
で
す
。
権
力
を
握
っ
て
い
る
、
そ
の
ト
ッ

プ
の
人
た
ち
が
「
特
定
秘
密
」
に
指
定
で
き
る

と
い
う
の
に
、
そ
の
指
定
が
妥
当
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
判
断
も
含
め
て
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は

ま
っ
た
く
も
っ
て
不
十
分
な
の
で
す
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、「
特
定
秘
密
と
指
定
で
き
る
範

囲
を
一
覧
表
化
し
て
、
こ
の
範
囲
で
し
か
指
定

で
き
な
い
」
と
、
い
う
ふ
う
に
規
定
さ
れ
て
は

い
ま
す
が
、そ
の
一
覧
表
の
記
載
が
網
羅
的
で
、

「
範
囲
が
不
明
確
」
で
「
際
限
」
が
な
い
と
い

う
恐
れ
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、「
有
識
者
の
関
与
」
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
も
規
定
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
有
識
者
と

さ
れ
る
人
を
恣
意
的
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
う

特
定
秘
密
と
は

秘
密
指
定
の
範
囲
の
曖
昧
さ

　

こ
の
ほ
ど
、
濵
嶌
将
周
弁
護
士
を
お
招
き
し
て
、「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、

秘
密
保
護
法
）
の
学
習
会
を
行
っ
た
（
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
六
日
）。
濵
嶌
弁
護
士
は
、
秘
密
保
護

法
は
権
力
側
に
よ
る
「
嘘
」、
あ
る
い
は
「
情
報
操
作
」
を
し
や
す
く
す
る
法
律
で
あ
る
こ
と
を
確
信

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
法
に
反
対
し
て
活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
大
谷
派
近
現
代
史
研
究
の
一
環
で

あ
る
こ
の
学
習
会
で
指
摘
さ
れ
た
秘
密
保
護
法
の
論
点
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

『
秘
密
保
全
法

　
（
特
定
秘
密
保
護
法
）』
の
何
が
問
題
か

秘
密
保
全
法
に
反
対
す
る
愛
知
の
会
事
務
局
長
　
濵は
ま

嶌じ
ま

　
将ま
さ

周ち
か

　
弁
護
士

大谷派の近現代史
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え
に
、
そ
の
有
識
者
が
関
与
で
き
る
範
囲
も
極

め
て
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
解
釈
の
「
集

団
的
自
衛
権
見
直
し
の
有
識
者
会
議
」
や
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
人
事
が
恣
意
的
な
形
で
安
倍
首
相
の

「
お
友
達
」
で
固
め
ら
れ
て
い
る
現
状
を
見
る

と
、
第
三
者
的
に
機
能
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
性
を
持
ち
な
が
ら
も
強

行
採
決
し
た
秘
密
保
護
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、

濵
嶌
弁
護
士
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し

た
。　

「
特
定
秘
密
」
と
は
、
何
か
わ
け
の
わ

か
ら
な
い
大
き
な
範
囲
の
も
の
が
、
わ
け

が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
指
定
さ
れ
て
、
永
久

に
秘
密
に
さ
れ
続
け
る
。
政
府
の
人
た
ち

は
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
と
説
明
を
し
て
い

ま
す
が
、
法
律
を
読
む
限
り
、
そ
う
い
う

こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。「
特
定
秘
密
保

護
法
」
と
い
う
名
前
で
あ
り
な
が
ら
、

「『
不
』
特
定
秘
密
保
護
法
だ
」
と
揶や

ゆ揄
さ

れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
点
か
ら
来
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
の
わ
か

ら
な
い
秘
密
を
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ま

ま
指
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
、
こ

の
法
律
の
一
番
の
問
題
点
で
す
。
そ
の
不

安
さ
、
不
明
確
さ
と
い
う
の
が
、
い
ろ
ん

な
と
こ
ろ
で
影
響
が
出
て
く
る
。

　
　
（
中
略
）

　
「
も
し
も
」
の
こ
と
を
想
定
し
て
、
国

の
安
全
保
障
体
制
を
確
立
す
る
。
一
言
で

言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
戦
争
で
き
る
国
づ

く
り
」
を
す
る
た
め
の
法
案
で
す
。『
国

家
安
全
保
障
基
本
法
』
と
い
う
の
を
基
本

に
据
え
て
、そ
れ
に
日
本
版
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ（
国

家
安
全
保
障
会
議
）
か
ら
「
秘
密
保
全
体

制
」、「
秘
密
保
護
法
」
と
い
う
も
の
を
作

り
、
補
完
し
、
体
制
を
作
り
上
げ
て
、
集

団
的
自
衛
権
の
見
直
し
で
あ
る
と
か
、
最

終
的
に
は
憲
法
改
正
と
か
九
条
見
直
し
を

や
っ
て
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
の
狙

い
が
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
戦
争
と
い
う
も
の

は
「
秘
密
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
嘘
」
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
イ

ラ
ク
戦
争
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
は
「
イ
ラ

ク
に
は
大
量
破
壊
兵
器
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

成
敗
し
な
け
れ
ば
」
と
言
っ
て
、
攻
撃
を

始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、後
に
な
っ
て
「
大

量
破
壊
兵
器
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
嘘

で
し
た
。
間
違
い
で
し
た
」
と
い
う
こ
と

を
認
め
る
事
態
に
至
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ

カ
の
情
報
収
集
能
力
か
ら
し
て
、
間
違
い

の
情
報
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
明
ら
か
に
嘘
を
つ

い
て
始
め
た
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す

が
、
仮
に
そ
れ
が
嘘
で
は
な
く
て
間
違
い

だ
と
し
て
も
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
う

い
う
こ
と
か
ら
戦
争
は
始
ま
っ
た
わ
け
で

す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
太
平
洋
戦
争
だ
っ
て
、「
日
本
軍
が
攻
め

ら
れ
る
」
と
か
、「
中
国
が
攻
略
を
練
っ
て

い
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
嘘
か
本
当
か
わ

か
ら
な
い
、
お
そ
ら
く
嘘
な
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
口
実
に

戦
争
は
開
戦
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
「
秘
密
保
護
法
体
制
」
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
「
嘘
」、あ
る
い
は
「
情
報
操
作
」

と
い
う
の
を
し
や
す
く
な
る
法
律
で
あ
る

の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
濵
嶌
弁
護
士
は
、
国
民
が
知
ら
な

い
う
ち
に
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る

法
律
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
意

味
で
反
対
を
表
明
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、
こ
の
様
な
問
題
に
対
し
て
、
私
た
ち

真
宗
門
徒
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。
秘
密
保
護
法
に
は
、
信
仰
を
持
つ

者
と
し
て
見
逃
せ
な
い
一
文
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
に
関
す
る
定
義
で
す
。

　

政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ

き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要

し
、
又
は
社
会
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を

与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要

な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の

活
動
を
い
う
。（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関

す
る
法
律
第
12
条
2
項
1
号
）

　

破
壊
活
動
や
殺
傷
と
い
う
実
際
の
行
動
が
伴

わ
な
く
と
も
、「
主
義
主
張
に
基
づ
い
て
国
家

に
強
要
し
た
」
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、「
テ
ロ
リ

ズ
ム
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
定

義
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
濵
嶌
弁
護
士
に

よ
る
と
、
法
律
に
よ
っ
て
こ
の
手
の
定
義
が
な

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
極
め
て
希
だ
そ
う
で

す
。

　

信
仰
は
、
単
な
る
主
義
主
張
と
違
う
表
象
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
信
仰
を
弾
圧
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
得
る

可
能
性
が
あ
る
の
が
こ
の
法
律
で
す
。
私
に
対

し
て
信
仰
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
法
律
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 （
研
究
員 

新
野 

和
暢
）

「
秘
密
」「
噓
」「
戦
争
」「
信
仰
」

◆
講
師
紹
介

　

濵は
ま

嶌じ
ま　

将ま
さ

周ち
か　

弁
護
士

（
愛
知
県
弁
護
士
会
所
属
）　

名
古
屋
市
出
身

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

憲
法
、
人
権
に
関
連
す
る
問
題

に
関
心
を
持
っ
て
か
か
わ
る
。

緑
オ
リ
ー
ブ
法
律
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務
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教化センター日報 2013年12月～2014年2月
 12月２日 教化センター学習会「差別と私 －差別言

辞に学ぶ－②」
 ４日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研

修」参加
  研究業務「自死者追悼法要　いのちの日 

いのちの時間」後援
 ９日 研究業務「平和展」学習会
 10日 研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒の

くらしとつとめ⑧）」
 16日 研究生・学習会「名古屋別院報恩講参拝」
  研究業務「平和展」学習会
 19日 教化センター報恩講
 25日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
 １月９日 研究生・学習会「私の課題」
 14日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
 15日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

 17日 研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒の
くらしとつとめ⑨）」

 20日 HP「お東ネット」会議
 23日 研究生・教化研修「第３回伝道スタッフ養成

講座」参加
 24日 HP「お東ネット」会議
 27日 研究業務「平和展」学習会
 ２月４日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
 ５日 HP「お東ネット」会議
 14日 研究生・学習会「真宗門徒講座企画会」
 16～18日 教務所・教化センター職員研修
 19日 研究生・教化研修「第4回伝道スタッフ養成

講座」参加
 21日 研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒の

くらしとつとめ⑩）」
 26日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

《編集子雑感》
センタージャーナルの編集に関わるようになって3

号目の発刊となる。半年前から掲載内容を検討し始
め、研究員などのスタッフから原稿が届くのが1か月
前、そこから印刷業者とのレイアウトの調整と校正を
繰り返す。

まず、原稿はそろうかを心配し、表現は確かか、誤
字脱字はないか、に重きを置いて作業を進める。しか
し、そのなかで、発行の趣旨「教化センター事業報告
と案内」と「教化活動支援」をどれだけ充実させられ
るかへの考慮を忘れてしまいがちになる。また、自身
の性格もあるかもしれないが、どうしても固くなってし
まいがちな紙面に、柔らかさ、遊び心も時には必要で
あろう。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。

精一杯の遊び心：どこかに東谷教務所長が隠れ
ています。見つけられるかな？　

■リニューアルしました。名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。

■教化センター
〈開　館〉
 月～金曜日 10:00～21:00
 土曜日 10:00～13:00
 （日曜日・祝日休館 ※臨時休館あり）

〈貸し出し〉
 書籍・2週間、視聴覚・１週間
～お気軽にご来館ください～

お東ネット 検索

公開講座のご案内  （ 聴講に費用はかかりません。）　 お気軽にご参加ください。

◆研究生教化研修 

　　「真宗儀式の教相（第１3回）」 ※僧籍者対象

竹橋 太氏（本廟部出仕）
午後４時３０分～６時

講 師
時 間

2014 年 4 月8日 ㈫
名古屋教務所１階　議事堂

期 日
会 場

INFORMATION
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今年は戦争そして現代社会問題を学ぶ為、沖縄へ。初日は沖縄
戦当時、日本陣営の敷かれた南風原で、ひめゆり学徒が敵に見つ
からぬよう食料の入った一斗樽を担いで往来した「飯あげの道」を
辿った。ただ歩くだけで息の切れる山道を進みながら戦時中の苦労
が想像させられた。

翌日は伊江島
に渡り、今では
豊 かな農 地の
広がる島内を全
員が自転車で移
動。沖縄戦では
島民の多くを失
い、戦後は米軍
による土地の押
収に苦しんだこ
の地では、戦争を支える“いのち”を軽視する思想と、その思想が育
たぬよう一人ひとりが考え続けることの大切さを教わった。

職員研修（名古屋教務所・教化センター）
（2014.2/16－18）

～沖縄の今を体感！～
最終日、午前

中は基地移設
による埋め立て
予定地である
辺野古大浦湾
に潜り、滑走路
の建設など想
像できない程、
美しく静かなサ
ンゴの群生す
る海をこの目で見た。午後は普天間基地近くに位置する沖縄別院
を参拝。現地職員より、開教の状況、基地と共に暮らす生活につい
てのお話を伺った。

いずれの場所でも「本土には沖縄のことは伝わっていない」という
言葉を耳にした。自身の目に映らないことは無意識のうちに忘れてし
まうが、人の手で起こした問題は、意識しなければ解決できない。そ
の問題は、未解決のままだと次 と々重なり、時が経つにつれ複雑に
なっていく、そう教えられたように思う研修であった。

（職員　星川 浩代）

は え ば る

めし

たど

飯あげの道でガイドの大城逸子氏（左）と

伊江島のさとうきび畑と落花生畑の中を自転車で

対岸より飛行場建設予定地をみる

【研修の行程表】

※各研修の参考にとお考えの際は、詳細を教化センターまでお尋ね下さい。

1日目

2日目

3日目

南風原町立南風原文化センター〈見学〉
飯あげの道〈追体験・講話〉
沖縄陸軍南風原壕群20壕〈見学・講話〉

わびあいの里〈訪問〉
反戦平和資料館 ヌチドゥタカラの家〈見学・講話〉

辺野古大浦湾〈シュノーケル〉
沖縄別院〈参拝・講話〉

島尻郡南風原町

国頭郡伊江村

宜野座市
宜野湾市

へ　の　こ

＊

＊

＊

＊
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 16～18日 教務所・教化センター職員研修
 19日 研究生・教化研修「第4回伝道スタッフ養成

講座」参加
 21日 研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒の

くらしとつとめ⑩）」
 26日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

《編集子雑感》
センタージャーナルの編集に関わるようになって3

号目の発刊となる。半年前から掲載内容を検討し始
め、研究員などのスタッフから原稿が届くのが1か月
前、そこから印刷業者とのレイアウトの調整と校正を
繰り返す。

まず、原稿はそろうかを心配し、表現は確かか、誤
字脱字はないか、に重きを置いて作業を進める。しか
し、そのなかで、発行の趣旨「教化センター事業報告
と案内」と「教化活動支援」をどれだけ充実させられ
るかへの考慮を忘れてしまいがちになる。また、自身
の性格もあるかもしれないが、どうしても固くなってし
まいがちな紙面に、柔らかさ、遊び心も時には必要で
あろう。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。

精一杯の遊び心：どこかに東谷教務所長が隠れ
ています。見つけられるかな？　

■リニューアルしました。名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。

■教化センター
〈開　館〉
 月～金曜日 10:00～21:00
 土曜日 10:00～13:00
 （日曜日・祝日休館 ※臨時休館あり）

〈貸し出し〉
 書籍・2週間、視聴覚・１週間
～お気軽にご来館ください～

お東ネット 検索

公開講座のご案内  （ 聴講に費用はかかりません。）　 お気軽にご参加ください。

◆研究生教化研修 

　　「真宗儀式の教相（第１3回）」 ※僧籍者対象

竹橋 太氏（本廟部出仕）
午後４時３０分～６時

講 師
時 間

2014 年 4 月8日 ㈫
名古屋教務所１階　議事堂

期 日
会 場

INFORMATION
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今年は戦争そして現代社会問題を学ぶ為、沖縄へ。初日は沖縄
戦当時、日本陣営の敷かれた南風原で、ひめゆり学徒が敵に見つ
からぬよう食料の入った一斗樽を担いで往来した「飯あげの道」を
辿った。ただ歩くだけで息の切れる山道を進みながら戦時中の苦労
が想像させられた。

翌日は伊江島
に渡り、今では
豊 かな農 地の
広がる島内を全
員が自転車で移
動。沖縄戦では
島民の多くを失
い、戦後は米軍
による土地の押
収に苦しんだこ
の地では、戦争を支える“いのち”を軽視する思想と、その思想が育
たぬよう一人ひとりが考え続けることの大切さを教わった。

職員研修（名古屋教務所・教化センター）
（2014.2/16－18）

～沖縄の今を体感！～
最終日、午前

中は基地移設
による埋め立て
予定地である
辺野古大浦湾
に潜り、滑走路
の建設など想
像できない程、
美しく静かなサ
ンゴの群生す
る海をこの目で見た。午後は普天間基地近くに位置する沖縄別院
を参拝。現地職員より、開教の状況、基地と共に暮らす生活につい
てのお話を伺った。

いずれの場所でも「本土には沖縄のことは伝わっていない」という
言葉を耳にした。自身の目に映らないことは無意識のうちに忘れてし
まうが、人の手で起こした問題は、意識しなければ解決できない。そ
の問題は、未解決のままだと次 と々重なり、時が経つにつれ複雑に
なっていく、そう教えられたように思う研修であった。

（職員　星川 浩代）

は え ば る

めし

たど

飯あげの道でガイドの大城逸子氏（左）と

伊江島のさとうきび畑と落花生畑の中を自転車で

対岸より飛行場建設予定地をみる

【研修の行程表】

※各研修の参考にとお考えの際は、詳細を教化センターまでお尋ね下さい。

1日目

2日目

3日目

南風原町立南風原文化センター〈見学〉
飯あげの道〈追体験・講話〉
沖縄陸軍南風原壕群20壕〈見学・講話〉

わびあいの里〈訪問〉
反戦平和資料館 ヌチドゥタカラの家〈見学・講話〉

辺野古大浦湾〈シュノーケル〉
沖縄別院〈参拝・講話〉

島尻郡南風原町

国頭郡伊江村

宜野座市
宜野湾市

へ　の　こ
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＊印は、若き日の親鸞聖人をイメージしたイラストです。

※ 用途にあわせて、切り貼りなどしてご使用いただけます。
※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。


